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湾
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翌
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。
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わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
真
の
目
標
は
は
る
か
に
遠
く
、
む
ご
た
ら
し
い
戦
場
の
彼
方
に
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
力
に
頼
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
時
、
い
ま
は
ま
さ
に
そ
の
時
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
力
を
目
下
の
悪
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
究
極
の
善
に

向
け
て
使
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
人
は
破
壊
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
建
設
者
な
の
で
す
。
・
・
・
わ
れ

わ
れ
は
戦
争
に
勝
ち
、
そ
し
て
そ
の
後
の
平
和
を
勝
ち
取
る
の
で
す
。

　

こ
の
数
日
後
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
宣
戦
布
告
に
応
え
、
両
国
に
対
す
る
戦
争
を
宣
言
す
る
。
こ
う
し
て
第
二
次
世

界
大
戦
に
全
面
的
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
は
、「
建
設
者
」
と
し
て
、
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
を
推
し
進
め
た
。
す

な
わ
ち
、
枢
軸
国
の
帝
国
主
義
の
み
な
ら
ず
、
連
合
国
の
帝
国
主
義
を
も
否
定
し
、
植
民
地
の
無
い
新
た
な
世
界
を
つ
く
り
出
そ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
の
ア
メ
リ
カ
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）
大
統
領
が
率
い
た
第
一
次

世
界
大
戦
の
と
き
の
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
る
。
た
し
か
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
も
ア
メ
リ
カ
は
民
族
自
決
理
念
を
掲
げ
、
戦
っ

た
。
だ
が
、
そ
の
理
念
の
主
た
る
適
用
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
世
界
に
持
っ
て
い
た
広
大
な
植
民
地
を
解
放
す
る
意
図
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
ア
メ
リ
カ
に
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
歴
史
家
マ
ネ
ラ
（Erez M

anela

）
の
二
〇
一
四
年
発
表
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス

の
帝
国
主
義
を
肯
定
的
に
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
植
民
地
の
問
題
を
緊
急
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
捉
え

ず
、「
遠
く
、
不
確
定
な
未
来
」
へ
と
先
送
り
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
「
植
民
地
帝
国
の
解
体
を
、
戦
後
国
際

関
係
の
再
構
築
作
業
に
お
け
る
緊
急
か
つ
中
心
的
な
問
題
と
見
て
い
た
。」
し
か
も
、
有
色
人
種
と
長
期
の
安
定
し
た
関
係
を
築
く
こ

（
1
）
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と
を
望
ん
だ
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
最
大
の
有
色
人
種
国
家
・
中
国
を
米
英
ソ
に
続
く
「
四
番
目
の
警
察
官
」
と
位
置
づ
け
る
中
国
大

国
化
の
構
想
を
推
進
し
た
と
マ
ネ
ラ
は
言
う
。

　

ア
メ
リ
カ
が
二
つ
の
世
界
大
戦
を
戦
っ
た
二
〇
世
紀
前
半
の
時
代
、
民
族
自
決
理
念
の
適
用
対
象
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
る
の
か
、
そ

れ
以
外
の
地
域
に
も
広
げ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
の
大
部
分
が
帝
国
支
配
の
も
と
に
あ
っ
た
だ
け
に
重
大
な
問

題
だ
っ
た
。
だ
が
、
既
存
の
研
究
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植
民
地
外
交
は
「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
的
」
外
交
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
理
念
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
そ
れ
と
の
間
に
見
ら
れ
る
適
用
対
象
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
マ
ネ
ラ
の
研
究
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
大
国
化
構
想
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
反
植
民
地
外
交
を
主

題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
貴
重
な
研
究
と
言
え
る
。

　

本
稿
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植
民
地
外
交
を
主
題
と
す
る
こ
と
で
、
マ
ネ
ラ
研
究
の
知
見
の
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
す
も
の
で

あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
を
推
し
進
め
た
の
か
、
マ
ネ
ラ
研
究
を
手
が
か
り
に

ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
と
の
比
較
の
視
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
考
察
を
加
え
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
講
和
原
則
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た

一
四
か
条
を
通
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
理
念
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
第
二
章
で
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
は

違
い
、
民
族
自
決
理
念
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
秩
序
原
則
を
列
挙
し
た
米
英
発
表
の
大

西
洋
憲
章
を
材
料
に
検
討
を
行
う
。
第
三
章
で
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
大
国
化
構
想
が
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
支
配
を
否
定

す
る
た
め
の
手
段
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
イ
ン
ド
シ
ナ
の
問
題
を
中
心
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植

民
地
外
交
の
展
開
を
追
う
。

（
2
）

（
3
）
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第
一
章　

一
四
か
条

　

一
四
か
条
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
一
九
一
八
年
一
月
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
議
会
で
行
っ
た
演
説
で
示
さ
れ
た
。
そ
の
概
略
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
．
秘
密
外
交
の
廃
止

二
．
公
海
の
自
由

三
．
経
済
障
壁
の
撤
廃

四
．
軍
備
の
縮
小

五
．
植
民
地
問
題
の
公
平
な
解
決

六
．
ロ
シ
ア
領
か
ら
の
外
国
軍
隊
の
撤
退
と
ロ
シ
ア
の
政
治
問
題
の
自
主
的
解
決

七
．
ベ
ル
ギ
ー
か
ら
の
外
国
軍
隊
の
撤
退

八
．
フ
ラ
ン
ス
の
解
放

九
．
民
族
的
分
割
線
に
基
づ
く
イ
タ
リ
ア
国
境
の
再
調
整

一
〇
．
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
諸
民
族
の
自
治
的
発
展

一
一
．
ル
ー
マ
ニ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
か
ら
の
外
国
軍
隊
の
撤
退

一
二
．
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
諸
民
族
の
自
治
的
発
展

一
三
．
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
独
立
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一
四
．
諸
国
家
の
全
体
的
な
連
合
組
織
の
結
成

　

一
四
か
条
に
民
族
自
決
理
念
そ
の
も
の
を
謳
う
規
定
は
な
く
、
第
六
条
か
ら
第
一
三
条
ま
で
が
同
理
念
に
基
づ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
具

体
的
な
領
土
処
理
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
一
二
条
で
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
諸
民
族
の
自
治
的
発
展
が
謳
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
に
加
え
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
支
配
下
の
中
東
の
諸
民
族
も
民
族
自
決
理
念
の
適
用
対

象
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、「
自
治
的
発
展
（autonom

ous developm
ent

）」
と
い
う
表
現
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
そ
れ
ら
民

族
の
独
立
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
第
一
〇
条
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
支
配
下
の
諸
民

族
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
四
か
条
で
新
た
な
国
家
の
樹
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
だ
け
で
あ
る
（
第

一
三
条
）。
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
自
決
理
念
で
も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
東
の
地
図
そ
の
も
の
を
大
き
く
変
え
よ
う
と
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

自
決
理
念
の
視
点
か
ら
見
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
東
の
諸
民
族
に
関
す
る
規
定
よ
り
も
さ
ら
に
消
極
的
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
が

植
民
地
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
定
め
た
第
五
条
で
あ
る
。
植
民
地
の
問
題
を
扱
う
本
稿
に
と
っ
て
そ
れ
は
一
四
か
条
の
中
で
最
も
重
要

な
規
定
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
第
五
条
に
つ
い
て
は
そ
の
全
文
を
左
に
記
し
て
お
き
た
い
。

　

す
べ
て
の
植
民
地
要
求
を
、
自
由
か
つ
偏
見
な
し
に
、
絶
対
的
に
公
平
に
調
整
す
る
こ
と
。
そ
う
し
た
調
整
を
な
す
際
に
は
、

関
係
す
る
住
民
の
利
益
が
、
主
権
国
と
な
る
資
格
を
決
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
政
府
の
公
正
な
要
求
と
対
等
の
比
重
を
持
た
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
厳
格
に
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
4
）
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こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
五
条
に
は
「
関
係
す
る
住
民
」
の
独
立
は
お
ろ
か
自
治
的
発
展
に
対
す
る
支
持
す
ら
示
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
も
、
大
戦
末
期
に
作
成
さ
れ
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
承
認
を
受
け
た
一
四
か
条
に
関
す
る
注
釈
書
に
よ
る
と
、
第
五
条
の
言
う

「
す
べ
て
の
植
民
地
要
求
」
と
は
「
こ
の
戦
争
に
よ
り
生
じ
た
」
す
べ
て
の
植
民
地
要
求
を
意
味
し
た
。
つ
ま
り
、
第
五
条
の
適
用
を

受
け
る
の
は
ド
イ
ツ
の
植
民
地
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
が
こ
う
し
た
立
場
を
取
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
国
際
連
盟

規
約
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
委
任
統
治
制
度
の
適
用
対
象
は
、
ド
イ
ツ
の
植
民
地
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
領
土
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（
連
盟
規
約
第
二
二
条
）。

　

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
に
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
を
唱
え
た
の
は
レ
ー
ニ
ン
（V

ladim
ir Lenin

）
で
あ

る
。
一
九
一
七
年
十
一
月
、
全
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
大
会
が
無
併
合
・
無
賠
償
の
講
和
を
訴
え
る
、
レ
ー
ニ
ン
起
草
の
「
平
和
に
関
す

る
布
告
」
を
採
択
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
併
合
と
は
「
弱
小
民
族
が
同
意
あ
る
い
は
希
望
を
正
確
に
、
明
白
に
、
か
つ
自
由
意
志
に

も
と
づ
い
て
表
明
し
て
い
な
い
の
に
、
強
大
な
国
家
が
弱
小
民
族
を
合
併
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
た
。
そ
の
よ
う
な
行
為
を
や
め
さ
せ

る
上
で
、「
強
制
的
な
合
併
が
い
つ
お
こ
な
わ
れ
た
か
」
と
か
、
合
併
さ
れ
て
い
る
民
族
が
「
ど
れ
だ
け
発
展
し
て
い
る
か
お
く
れ
て

い
る
か
」
は
関
係
な
い
。
ま
た
、
そ
の
民
族
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
住
ん
で
い
る
か
、
遠
い
海
外
諸
国
に
住
ん
で
い
る
か
に
も
か
か
わ
り

な
い
。」「
平
和
に
関
す
る
布
告
」
は
こ
の
よ
う
に
併
合
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
で
、「
合
併
す
る
側
の
民
族
、
一
般
に
よ
り
強
力
な
民

族
の
軍
隊
が
完
全
に
撤
退
し
」、
被
支
配
民
族
に
対
し
て
、「
国
家
的
存
立
の
形
態
の
問
題
を
い
さ
さ
か
の
強
制
な
し
に
自
由
な
投
票
に

よ
っ
て
解
決
す
る
権
利
」
を
与
え
る
よ
う
訴
え
た
。

　

こ
の
二
か
月
後
に
発
表
さ
れ
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
一
四
か
条
に
は
、「
平
和
に
関
す
る
布
告
」
に
お
け
る
レ
ー
ニ
ン
の
訴
え
を
否
定
す

る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
、
自
決
の
原
則
は
「
近
代
的
な
国
家
と
進
歩
的
な
社
会
」
に
の
み
適
用
し
得
る
も
の
で

あ
り
、
民
族
が
「
ど
れ
だ
け
発
展
し
て
い
る
か
お
く
れ
て
い
る
か
」
は
そ
の
原
則
の
適
用
可
能
性
を
判
断
す
る
う
え
で
決
定
的
に
重
要

（
5
）
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6
）
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な
問
題
だ
っ
た
。
ま
た
、
概
し
て
有
色
人
種
を
「
近
代
的
」
で
は
な
く
、「
進
歩
的
」
で
も
な
い
と
見
て
い
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
、

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
住
ん
で
い
る
」
民
族
か
、「
遠
い
海
外
諸
国
に
住
ん
で
い
る
」
民
族
か
と
い
う
こ
と
も
ま
た
重
大
な
問
題
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
有
色
人
種
を
未
来
永
劫
自
決
が
不
可
能
な
人
種
と
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
一
六
年
に
は
、
ウ
ィ

ル
ソ
ン
の
支
持
の
も
と
、
将
来
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
立
を
公
的
に
約
束
し
、
議
会
の
開
設
を
認
め
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
自
治
法
が
成
立
し
て

い
る
。

　

だ
が
、
そ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
独
立
す
ら
遠
い
先
の
こ
と
と
考
え
て
い
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
い
て
、
多
く
の
時
間

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
の
処
理
に
費
や
し
た
。
講
和
交
渉
の
た
め
ア
メ
リ
カ
代
表
団
が
本
部
を
構
え
た
パ
リ
の
ク
リ
ヨ
ン
・
ホ
テ
ル
に
は
、

自
決
権
を
主
張
し
、
ア
メ
リ
カ
の
支
持
を
求
め
る
嘆
願
書
が
世
界
中
か
ら
送
ら
れ
て
き
て
い
た
。
だ
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
そ
れ
に
目
を

通
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
そ
う
し
た
対
応
を
取
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
地
域
の
問
題
を
軽
視
し
て
い
た
か
ら
だ
け
で
は
な

い
。
第
一
次
世
界
大
戦
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
と
い
う
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
こ
と
に
も
そ
の
理
由
は
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の

地
域
で
も
し
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
設
立
が
予
定
さ
れ
て
い
た
国
際
連
盟
の
枠
組
み
の
中
で
解
決
が
図
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
の
が
ウ

ィ
ル
ソ
ン
の
考
え
だ
っ
た
。

第
二
章　

大
西
洋
憲
章

　

一
四
か
条
が
ア
メ
リ
カ
の
単
独
声
明
と
い
う
形
で
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
大
西
洋
憲
章
は
米
英
二
国
の
共
同
宣
言
と
い
う
形
で
発

表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
大
略
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
8
）
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一
．
領
土
不
拡
大

二
．
人
民
の
意
思
に
よ
ら
な
い
領
土
変
更
の
否
定

三
．
政
体
選
択
の
自
由

四
．
各
国
の
平
等
な
貿
易
と
原
料
入
手

五
．
労
働
条
件
の
改
善
、
経
済
発
展
、
社
会
保
障
の
た
め
の
協
力

六
．
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
解
放
さ
れ
た
平
和
な
世
界
の
再
建

七
．
公
海
の
自
由

八
．
軍
縮
と
よ
り
広
範
で
恒
久
的
な
安
全
保
障
体
制
の
樹
立
の
努
力

　

植
民
地
の
問
題
と
の
関
係
で
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
第
三
条
で
あ
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

兩
國
ハ
一
切
ノ
國
民
カ
其
ノ
下
ニ
生
活
セ
ン
ト
ス
ル
政
體
ヲ
選
擇
ス
ル
ノ
權
利
ヲ
尊
重
ス
。
兩
國
ハ
主
權
及
自
治
ヲ
強
奪
セ
ラ

レ
タ
ル
者
ニ
主
權
及
自
治
カ
返
還
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
希
望
ス
。

　

一
九
四
一
年
八
月
の
大
西
洋
会
談
に
お
い
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
と
も
に
大
西
洋
憲
章
の
作
成
に
当
た
っ
た
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

in-

ston Churchill

）
英
首
相
は
、
第
三
条
に
つ
い
て
、「
主
と
し
て
現
在
ナ
チ
ス
の
く
び
き
の
も
と
に
あ
る
国
家
の
主
権
や
自
治
、
国
民

生
活
の
回
復
」
を
念
頭
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
イ
ギ
リ
ス
国
王
に
忠
誠
を
誓
う
地
域
と
民
族
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
会
談
後
の
下
院
演
説
の
中
で
示
し
た
。
つ
ま
り
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
同
様
、
民
族
自
決
理
念
の

（
10
）



Ｆ・Ｄ・ローズヴェルトと民族自決理念の普遍化　

（阪大法学）69（3・4-267）　653 〔2019.11〕

適
用
対
象
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
民
族
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
チ
ャ
ー
チ
ル
の
試
み
を
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
直
ち
に
否
定
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
大
西
洋
会
談
の
記
録
か
ら
も
、
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
が
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
に
特
別
熱
心
だ
っ
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
大
西
洋
憲
章
を
米
英
共
同
宣
言
と
し
て
作
成
し
た

ア
メ
リ
カ
側
の
ね
ら
い
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
イ
ギ
リ
ス
が
展
開
し
た
よ
う
な
密
約
外
交
を
封
じ
、
あ
ら
か
じ
め
イ
ギ
リ
ス

を
ア
メ
リ
カ
の
求
め
る
諸
原
則
に
縛
り
付
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
ね
ら
い
を
背
景
に
、
自
決
権
の
問
題
と
の
関
係
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
が
強
い
関
心
を
向
け
て
い
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
情
勢
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
一
九
四
一
年
六
月
に
ド
イ
ツ
と
交
戦
状
態
に
入

っ
た
ソ
連
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
何
ら
か
の
領
土
的
取
り
決
め
が
交
わ
さ
れ
る
の
を
お
そ
れ
て
い
た
（
こ
の
点
で
、
大
西
洋
憲
章
第
三

条
が
主
と
し
て
ナ
チ
ス
の
く
び
き
の
も
と
に
あ
る
地
域
を
念
頭
に
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
チ
ャ
ー
チ
ル
の
発
言
は
あ
な
が
ち
間
違

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
）。
し
か
も
、
会
談
で
と
く
に
議
論
が
行
わ
れ
た
の
は
、
自
決
権
の
問
題
で
は
な
く
、
大
西
洋
憲
章
第
四
条

に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
貿
易
原
則
の
問
題
だ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
ア
メ
リ
カ
の
国
益
に
直
結
す
る
「
核
心
」
の
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

た
し
か
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
三
四
年
三
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
に
署
名
し
、
一
〇
年
の
準
備
期
間
を
経
た
後
の
独
立
を

約
束
し
て
い
た
。
だ
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
の
制
定
を
主
導
し
た
の
は
連
邦
議
会
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
で
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
お
よ
そ
一
〇
年
前
（
一
九
二
三
年
）、
ポ
リ
オ
に
罹
患
し
、
闘
病
生
活
を
送
っ
て
い
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
国
際
連
盟
の
大
幅

な
改
革
を
訴
え
る
論
文
（
未
発
表
）
を
執
筆
し
て
い
る
が
、
そ
の
改
革
案
の
中
に
の
ち
の
国
連
憲
章
に
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
な
自
決
の

原
則
を
一
般
的
に
認
め
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
適
用
対
象
を
ド
イ
ツ
の
植
民
地
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
領
土
に
限
定

し
た
委
任
統
治
制
度
に
つ
い
て
は
そ
の
継
続
を
謳
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、
大
西
洋
憲
章
第
三
条
に
関
す
る
チ
ャ
ー
チ
ル
の
解
釈
を
明
確
に
否
定
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
参
戦
後
の
こ
と

（
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で
あ
る
。
大
西
洋
憲
章
を
連
合
国
全
体
の
戦
争
目
標
に
し
た
一
九
四
二
年
一
月
発
表
の
連
合
国
共
同
宣
言
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
イ

ギ
リ
ス
の
反
対
を
押
し
の
け
、
イ
ン
ド
を
署
名
国
と
し
て
加
え
た
。
し
か
も
、
原
案
の
段
階
で
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
イ
ギ

リ
ス
自
治
領
と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
イ
ン
ド
を
そ
こ
か
ら
引
き
離
し
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
と

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
間
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
イ
ン
ド
の
自
治
領
化
で
は
な
く
、
独
立
を
支
持
す
る
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢

が
明
確
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
翌
月
に
は
炉
辺
談
話
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、「
大
西
洋
憲
章
は
大
西
洋
に
接
す
る
地
域
だ

け
で
な
く
、
世
界
全
体
に
適
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
解
釈
を
公
に
否
定
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
は
違
い
、
民
族
自
決
理
念
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
民
族
に
も
及
ぼ
そ
う
と
し
た
理
由

に
つ
い
て
、
マ
ネ
ラ
は
「
非
白
人
が
主
権
を
持
つ
と
い
う
考
え
─
─
一
九
一
九
年
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
遠
い
将
来
の
も
の
と
し
て
捉
え
て

い
た
考
え
─
─
が
一
九
四
〇
年
代
ま
で
に
反
植
民
地
主
義
運
動
や
そ
の
支
持
者
の
中
に
よ
く
根
付
い
て
い
た
」
か
ら
だ
と
指
摘
し
て
い

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
状
況
」（circum

stance

）
の
相
違
よ
り
重
要
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

の
植
民
地
に
対
す
る
見
方
の
違
い
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
と
き
に
感
情
を
あ
ら
わ
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ

ン
ス
の
植
民
地
統
治
を
批
判
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
「
植
民
地
主
義
に
つ
い
て
理
論
的
に
し
か
」
考
え
よ

う
と
せ
ず
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
よ
う
に
そ
の
問
題
に
対
し
て
「
切
迫
感
も
こ
だ
わ
り
も
示
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ

る
。

　

た
だ
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
植
民
地
の
存
在
に
否
定
的
な
姿
勢
を
取
り
始
め
る
の
が
参
戦
後
で
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
戦
争
と
い
う
「
状
況
」
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
植
民
地
に
対
す
る
見
方
の
相
違
を
生
み
出
し
た
と
見
る
べ

き
だ
ろ
う
。
そ
の
点
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
、
本
稿
が
強
調
し
た
い
の
は
対
日
戦
の
イ
ン

パ
ク
ト
の
重
要
性
で
あ
る
。

（
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第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
、
日
本
は
と
も
に
ド
イ
ツ
と
戦
う
連
合
国
の
一
つ
だ
っ
た
。
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
に
は
敵
国

と
な
る
。
こ
の
違
い
に
よ
り
、
有
色
人
種
、
と
く
に
ア
ジ
ア
の
有
色
人
種
の
支
持
、
協
力
を
得
る
必
要
性
が
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
は
ほ
と
ん

ど
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
は
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
懸
念
す
べ
き
は
、
ア
ジ
ア
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
配
を
受
け
て
い
た
諸
民
族
が
日
本
の
軍
事
侵
攻
に

対
し
て
ほ
と
ん
ど
抵
抗
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
抵
抗
し
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
一
部
に
は
「
ア
ジ
ア
人
の
た
め
の
ア
ジ

ア
」
の
建
設
と
い
う
日
本
の
戦
争
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
共
鳴
し
、
日
本
に
対
し
て
協
力
姿
勢
を
示
す
動
き
ま
で
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
ア

ジ
ア
人
の
姿
勢
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
軍
に
対
す
る
過
小
評
価
が
加
わ
っ
て
、
開
戦
か
ら
わ
ず
か
二
か
月
後
の
一
九
四
二
年
二
月
、
東

ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
最
大
の
拠
点
で
あ
っ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
陥
落
す
る
。
翌
月
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
も
日
本
軍
の
手
に

落
ち
た
。

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
リ
ッ
プ
マ
ン
（W

alter Lippm
ann

）
は
二
月
二
十
一
日
、
あ
る
新
聞
紙
上
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
陥
落
し
た

今
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
白
人
の
責
務
（w

hite m
anʼs burden

）」
と
い
う
考
え
を
捨
て
、
大
西
洋
憲
章
の
原
則
を
ス
エ
ズ
以
東
の
地
域

に
も
適
用
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
訴
え
た
。
六
月
に
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
側
近
だ
っ
た
ホ
プ
キ
ン
ズ

（H
arry L. H

opkins

）
も
、「『
白
人
の
責
務
』
政
策
の
時
代
は
終
わ
っ
た
」
と
ワ
イ
ナ
ン
ト
（John G. W

inant

）
駐
英
大
使
に
対

し
て
述
べ
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
が
対
日
戦
に
対
す
る
ア
ジ
ア
の
有
色
人
種
の
支
持
、
協
力
を
得
る
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「『
白
人
の
責
務
』
政
策
」
に

反
対
す
る
姿
勢
を
取
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
に
限
ら
ず
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
独
立
を
支
持

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
四
二
年
前
半
（
お
そ
ら
く
二
月
か
ら
四
月
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
）
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
ス
ノ
ー
（Edgar Snow

）
と
会
見
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
は
す
で
に
ジ
ャ
ワ
に
自
治
権
と
民
主
政
治
を
し
き
、

（
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将
来
は
国
民
に
実
権
を
与
え
る
つ
も
り
だ
と
言
っ
て
い
る
。
だ
が
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
一
種

の
自
治
権
を
与
え
な
が
ら
、
今
後
百
年
に
も
わ
た
っ
て
依
然
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
手
綱
を
握
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魂
胆
が
垣
間
見
え
る
自
治
領
化
と
い
う
案
に
ア
ジ
ア
の
有
色
人
種
が
満
足
す
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。

　

ま
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
見
る
と
こ
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「『
白
人
の
責
務
』
政
策
」
に
反
対
す
る
こ
と
は
対
日
戦
の
遂
行
の
た
め

だ
け
で
な
く
、
戦
後
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
だ
っ
た
。
一
九
四
五
年
三
月
、
す
で
に
大
戦
に
お
け
る
勝
利
は
確
実

の
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
側
近
の
タ
ウ
シ
グ
（Charles T

aussig

）
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ア
ジ
ア
に
は
「
一
一
億
の
有
色
人
種
」
が
い
る
、
彼
ら
は
「
一
握
り
の
白
人
に
支
配
さ
れ
、
憤
っ
て
い
る
」、
ア
メ
リ
カ
の
目
的
は

「
彼
ら
の
独
立
を
助
け
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
な
ぜ
な
ら
「
一
一
億
の
潜
在
的
な
敵
は
危
険
な
存
在
」
だ
か
ら
だ
。

　

こ
の
発
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
対
日
戦
を
通
し
て
ア
ジ
ア
に
お
け
る
白
人
支
配
の
も
ろ
さ
が
露
呈
す
る
中
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は

有
色
人
種
に
対
す
る
脅
威
認
識
す
ら
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
、
民
族
自
決
理
念
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
対
し
て
よ
り
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
地
域
に
対
し
て
積
極
的
に
適
用
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
を
唯
一
の
例
外
に
、
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
諸
民
族
に
対
し

て
は
ま
ず
信
託
統
治
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
民
族
自
決
理
念
に
も
や
は

り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
そ
れ
以
外
と
い
う
区
別
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
区
別
の
背
景
に
、
有
色
人
種
の
多
く
が
ま
だ
自
立
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
い
う
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
持
っ
て
い
た
の
と
同

様
の
、
有
色
人
種
に
対
す
る
差
別
的
見
方
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
タ
ウ
シ
グ
に
対
す
る
発
言
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
有
色
人
種
に
対
す
る
脅
威
認
識
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
長
期
の
外
国
に
よ
る
支
配
を
受
け
た
た
め
に
未
成
熟

で
は
あ
る
も
の
の
、
潜
在
的
に
は
白
人
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
と
な
り
か
ね
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
諸
民
族
に
は
、
成
熟
国
家
に
よ
る

（
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善
導
が
必
要
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
考
え
を
背
景
に
展
開
さ
れ
た
信
託
統
治
に
関
す
る
議
論
で
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
モ
デ
ル
と
な
る
べ
き
事
例
と
し
て
よ
く

引
き
合
い
に
出
し
た
の
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
だ
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
一
九
三
四
年
成
立
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
に
よ

り
、
一
〇
年
後
の
独
立
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
自
立
で
き
る
日
が
来
る
と

い
う
確
か
な
考
え
の
も
と
」、
ア
メ
リ
カ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
指
導
者
と
と
も
に
教
育
の
促
進
や
衛
生
面
の
改
善
、
商
業
・
交
通
の
発

達
に
努
め
た
結
果
だ
っ
た
。
戦
後
、
信
託
統
治
に
当
た
る
施
政
者
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
成
し
遂
げ
た
こ
と
を
達
成
で
き

る
よ
う
努
力
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
が
、
戦
時
中
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
を
誇
る

こ
と
が
で
き
た
一
つ
の
重
要
な
要
因
と
し
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
が
ア
メ
リ
カ
軍
と
と
も
に
、
日
本
軍
に
対
し
て
示
し
た
激
し
い
抵
抗
が

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
地
人
の
日
本
軍
に
対
す
る
抵
抗
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
植
民
地
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
統
治
の
成
功
を
示
す
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

真
珠
湾
攻
撃
直
後
に
始
ま
っ
た
日
本
軍
と
米
比
軍
と
の
戦
い
は
一
九
四
二
年
五
月
ま
で
続
い
た
。
日
本
軍
の
当
初
の
計
画
で
は
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
は
開
戦
か
ら
四
五
日
で
落
と
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
防
衛
研
修
所
（
現
在
の
防
衛
研
究
所
）
に
よ
っ
て
戦
後
編
纂

さ
れ
た
『
戦
史
叢
書
』
が
言
う
よ
う
に
、「
マ
レ
ー
、
ジ
ャ
ワ
の
攻
略
作
戦
が
順
調
に
進
ん
だ
の
に
比
べ
」、
フ
ィ
リ
ピ
ン
攻
略
は
大
幅

に
遅
れ
た
の
で
あ
る
。
第
一
四
軍
司
令
官
と
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
攻
略
戦
を
指
揮
し
た
本
間
雅
晴
は
そ
の
廉
で
、
一
九
四
二
年
八
月
予
備

役
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

米
比
軍
の
抵
抗
を
背
景
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
モ
デ
ル
と
捉
え
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
信
託
統
治
構
想
に
お
い
て
、
最
も
重
視
さ
れ
て

い
た
地
域
が
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
は
資
源
を
豊
富
に
持
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
軍
が

（
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ま
さ
に
そ
こ
を
拠
点
に
東
南
ア
ジ
ア
攻
略
を
進
め
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
政
学
的
に
重
要
な
地
域
だ
っ
た
。
し
か
も
、
フ

ラ
ン
ス
が
す
で
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
軍
門
に
下
っ
て
い
た
た
め
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
イ
ン
ド
シ
ナ
は
反
植
民
地
外
交
の

標
的
に
し
や
す
い
地
域
で
も
あ
っ
た
。

　

イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
崩
壊
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
東
南
ア
ジ
ア
で
植
民
地
支
配
を
復
活
さ
せ
る
の
を
難
し
く

す
る
と
見
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、「
そ
れ
ら
は
す
べ
て
相
互
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。「
一
つ
が
自
由
を
得
れ
ば
、
他

は
理
想
を
得
る
。」
一
九
四
三
年
一
月
、
そ
う
息
子
の
エ
リ
オ
ッ
ト
（Elliott Roosevelt

）
に
対
し
て
述
べ
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と

っ
て
、
イ
ン
ド
シ
ナ
は
民
族
自
決
理
念
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
植
民
地
へ
と
及
ぼ
し
、
そ
の
普
遍
化
を
推
し
進
め
る
う
え
で
格
別
に
重

要
な
地
域
だ
っ
た
。

第
三
章　

中
国
大
国
化
構
想

　

第
一
次
世
界
大
戦
期
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
ア
ジ
ア
の
大
国
と
し
て
特
別
な
配
慮
を
払
っ
た
の
は
日
本
だ
っ
た
。
た
し
か
に
、
一
九
一
五

年
に
日
本
が
対
華
二
一
か
条
要
求
を
出
し
た
時
に
は
そ
れ
に
強
く
反
発
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
パ

リ
講
和
会
議
で
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
連
盟
規
約
に
人
種
平
等
を
謳
う
規
定
を
盛
り
込
む
と
い
う
日
本
の
提
案
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、
日
本
を
五
大
国
の
一
つ
と
位
置
づ
け
、
連
盟
理
事
会
の
常
任
理
事
国
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
盟
設
立
に

対
す
る
日
本
の
支
持
を
得
る
た
め
、
日
本
が
山
東
半
島
の
ド
イ
ツ
権
益
を
継
承
す
る
こ
と
や
旧
ド
イ
ツ
領
南
洋
諸
島
の
委
任
統
治
国
と

な
る
こ
と
を
認
め
た
の
だ
っ
た
。

　

東
ア
ジ
ア
の
国
家
の
中
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
日
本
を
特
別
視
し
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中
国
を
重
視
し
た
。
そ
れ
は

単
に
日
本
が
敵
国
と
な
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
、
有
色
人
種
に
対
す
る
脅
威
認
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い

（
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た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
、
巨
大
な
人
口
を
持
つ
有
色
人
種
国
家
・
中
国
は
特
に
警
戒
す
べ
き
国
家
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

　

中
国
の
人
口
規
模
に
つ
い
て
、
五
億
と
言
っ
た
り
、
四
億
と
言
っ
た
り
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
発
言
が
一
定
し
な
い
の
は
確
か
で
あ

る
。
だ
が
、
戦
時
中
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
貫
し
て
、
中
国
の
巨
大
な
人
口
を
理
由
に
、
そ
の
潜
在
力
を
強
調
し
続
け
た
。
戦
争
末
期

の
一
九
四
五
年
一
月
に
は
、
ス
テ
ッ
テ
ィ
ニ
ア
ス
（Edw

ard R. Stettinius

）
国
務
長
官
に
対
し
て
、「
中
国
は
今
の
と
こ
ろ
弱
体
で
、

革
命
や
内
戦
の
可
能
性
も
あ
る
」
と
国
民
党
と
共
産
党
の
長
年
の
対
立
を
念
頭
に
置
い
た
発
言
を
す
る
一
方
で
、「
四
億
五
〇
〇
〇
万

人
の
中
国
人
は
い
つ
か
ま
と
ま
り
、
近
代
化
し
、
極
東
全
体
で
最
も
重
要
な
要
素
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
二
か
月
後
に
は
、「
一
一
億
の
有
色
人
種
」
の
潜
在
的
脅
威
を
タ
ウ
シ
グ
に
説
く
中
で
、
一
一
億
の
中
に
は
「
四
億
五
〇
〇
〇
万

の
中
国
人
が
含
ま
れ
る
」
と
、
と
く
に
巨
大
な
中
国
の
人
口
に
言
及
し
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
期
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
を
戦
後
世
界
の
安
定
に
特
別
な
責
任
を
担
う
「
大
国
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
背
景

に
は
、
中
国
を
白
人
に
対
す
る
脅
威
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
十
一
月
の
テ
ヘ
ラ
ン
会
談
に
お
い
て
、

中
国
の
大
国
化
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
方
針
に
疑
問
を
呈
し
た
ス
タ
ー
リ
ン
（Joseph Stalin

）
に
対
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、「
現

在
、
中
国
が
弱
体
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、「
四
億
の
中
国
人
民
を
潜
在
的
な
抗
争
の
原
因

と
す
る
よ
り
も
友
人
と
す
る
方
が
よ
い
と
信
じ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植
民
地
外
交
と
の
関
係
か
ら
重
要
な
の
は
、
中
国
の
大
国
化
と
い
う
政
策
は
中
国
に
対
す
る
関
心
だ
け
に
基

づ
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ネ
ラ
が
言
う
よ
う
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
中
国
の
「
大
国
」
と
し
て

の
地
位
は
戦
後
の
新
た
な
秩
序
の
「
地
理
的
、
人
種
的
包
括
性
」
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
中
国
の
大
国
化
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
に
お
い
て
、
植
民
地
帝
国
に
基
づ
く
国
際
秩
序
を
打
ち
壊
し
、
自
決
し
た
国
民
国
家
（self-determ

ining 

nation-states

）
に
基
づ
く
秩
序
に
置
き
換
え
る
と
い
う
ワ
シ
ン
ト
ン
の
計
画
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
」
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 （
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し
か
も
、
そ
う
し
た
「
計
画
」
に
と
っ
て
枢
要
な
地
域
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
で
中
国
は
「
大
国
」
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
蔣
介
石
を
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
と
す
る
中
国
戦
区
に
フ
ラ
ン
ス

領
イ
ン
ド
シ
ナ
が
含
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
連
合
国
軍
は
た
と
え
フ
ラ
ン
ス
人
部
隊
で
あ
っ
て
も
、
蔣
介
石
の
許
可
な

し
に
イ
ン
ド
シ
ナ
に
入
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
旦
入
れ
ば
蔣
介
石
の
指
揮
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
列
強
諸
国
の
進
出
に
悩
ま

さ
れ
た
中
国
の
歴
史
を
背
景
に
、
蔣
介
石
が
植
民
地
の
存
続
に
否
定
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
は
イ
ン

ド
シ
ナ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
復
活
を
む
ず
か
し
く
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
フ
ラ
ン
ス
や

そ
の
イ
ン
ド
シ
ナ
復
帰
を
支
持
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
正
面
衝
突
を
回
避
で
き
る
と
い
う
点
で
都
合
の
い
い
仕
組
み
だ
っ
た
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
帝
国
支
配
を
否
定
し
た
あ
と
の
イ
ン
ド
シ
ナ
で
、
中
国
は
信
託
統
治
施
政
国
と
し
て
の
役
割
を
果

た
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
イ
ン
ド
シ
ナ
の
信
託
統
治
に
は
、
中
国
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
も
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
追
い
出
し
た
後
の
ア
ジ
ア
の
管
理
に
は
、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
が
主
と
し
て
当
た
る
と
い
う
の
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
構
想
だ
っ
た
。

　

マ
ネ
ラ
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中
国
を
「
大
国
ク
ラ
ブ
」
に
加
え
る
と
い
う
「
ア
イ
デ
ィ
ア
を
一
九
四
五
年
四
月
に
死
ぬ
ま
で
推

進
し
続
け
た
」
と
言
う
。
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
マ
ネ
ラ
研
究
が
ヤ
ル
タ
密
約
（
一
九
四
五
年
二
月
）
に
関
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
な
い

た
め
に
説
得
力
の
欠
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヤ
ル
タ
協
定
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
の

条
件
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
が
要
求
し
た
、
中
国
主
権
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
事
項
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
対

日
戦
に
消
極
的
な
蔣
介
石
に
対
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
募
ら
せ
て
い
っ
た
失
望
や
不
満
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
方
で
あ

る
。

　

マ
ネ
ラ
の
研
究
が
ヤ
ル
タ
協
定
に
関
す
る
分
析
を
欠
い
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
見
方
と
は
異
な
る
見
方
を
可
能
に

す
る
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
中
国
は
米
英
ソ
に
続
く
「
四
番
目
の
警
察
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官
」
だ
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
大
国
化
構
想
は
中
国
を
形
式
的
に
は
米
英
ソ
と
対
等
の
国
家
と
す
る
も

の
だ
っ
た
。
だ
が
、
実
際
中
国
が
そ
の
よ
う
な
国
家
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
国
際
連
合
の
問
題
な
ど
戦
後
秩
序
に
関
す
る

問
題
の
検
討
は
も
っ
ぱ
ら
米
英
ソ
の
三
国
で
行
わ
れ
た
。
枢
軸
諸
国
に
対
す
る
方
針
で
さ
え
も
、
中
国
抜
き
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
蔣
介
石
は
、
そ
う
し
た
状
態
に
不
満
を
募
ら
せ
、
米
英
で
組
織
さ
れ
て
い
た
連
合
参
謀
本
部
へ
の
中
国
の
参
加
を
認
め
る
よ

う
、
何
度
も
ア
メ
リ
カ
側
に
求
め
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
中
国
は
、
遠
い
将
来
は
と
も
か
く
当
面
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
は
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
、
対
等
な
パ
ー

ト
ナ
ー
で
は
な
く
、
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ヤ
ル
タ
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
の
利
益
よ

り
、
ソ
連
の
利
益
を
優
先
さ
せ
る
行
動
を
と
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
も
、
ヤ
ル
タ
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
の
利
益
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
行
動
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
ス

タ
ー
リ
ン
の
要
求
は
、
大
連
も
旅
順
も
、
ま
た
そ
れ
に
至
る
鉄
道
も
租
借
し
た
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
連
と
鉄

道
に
つ
い
て
は
信
託
統
治
の
枠
組
み
を
使
い
国
際
管
理
の
も
と
に
置
く
こ
と
で
、
満
州
に
お
け
る
中
国
の
主
権
を
尊
重
し
つ
つ
、
ソ
連

の
通
商
上
の
利
益
を
満
た
す
と
い
う
の
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
構
想
だ
っ
た
。
ヤ
ル
タ
で
議
論
が
行
わ
れ
た
結
果
、
旅
順
に
つ
い
て
は

ソ
連
の
租
借
権
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
大
連
と
鉄
道
に
つ
い
て
は
「
優
先
的
利
益
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
利
益
と
鉄
道
に
対
す
る
中

国
と
の
共
同
運
営
権
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
た
。

　

ま
た
、
駐
ソ
大
使
と
し
て
ヤ
ル
タ
会
談
に
参
加
し
た
ハ
リ
マ
ン
（A

verell H
arrim

an

）
の
戦
後
の
証
言
に
よ
る
と
、
ヤ
ル
タ
協
定

の
背
後
に
は
、
参
戦
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
利
権
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
に
よ
り
、「
極
東
に
お
け
る
ソ
連
の

勢
力
拡
大
に
歯
止
め
」
を
か
け
る
と
い
う
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
ソ
連
の
対
日
参
戦
を
望
み
な

が
ら
も
、
一
九
四
四
年
十
一
月
に
ハ
リ
マ
ン
に
対
し
て
、「
も
し
ロ
シ
ア
軍
が
入
っ
た
と
し
た
ら
、
は
た
し
て
出
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
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ろ
う
か
」
と
不
安
を
口
に
し
て
い
た
。
そ
の
不
安
か
ら
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ヤ
ル
タ
協
定
に
よ
っ
て
ソ
連
の
勢
力
拡
大
に
限
界
を
設

け
る
と
と
も
に
、
中
国
が
「
満
州
ニ
於
ケ
ル
完
全
ナ
ル
主
権
ヲ
保
有
ス
ル
」
こ
と
を
ソ
連
に
認
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

満
州
の
中
国
か
ら
の
切
り
離
し
と
い
う
、
か
つ
て
日
本
が
行
っ
た
よ
う
な
行
動
は
取
ら
な
い
こ
と
を
ソ
連
に
誓
約
さ
せ
た
こ
と
を
意
味

し
た
。

　

さ
ら
に
は
ヤ
ル
タ
協
定
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ス
タ
ー
リ
ン
に
、「
友
好
同
盟
条
約
ヲ
中
華
民
国
国
民
政
府
ト
締
結
ス
ル
用
意
ア
ル

コ
ト
ヲ
表
明
」
さ
せ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
国
民
党
と
共
産
党
の
間
に
分
裂
し
た
中
国
国
内
の
状
態
が
ソ
連

の
中
国
内
政
に
対
す
る
干
渉
を
も
た
ら
す
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
。
実
際
、
ソ
連
に
は
混
乱
す
る
中
国
内
政
に
干
渉
し
、
ア
メ
リ
カ
主

導
で
構
築
さ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制
を
揺
る
が
し
た
過
去
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
中
国
共
産
党
が
ソ
連
に
と
っ
て
重
要
な
満
州
や
モ
ン

ゴ
ル
に
近
い
華
北
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
ソ
連
が
中
国
共
産
党
と
の
関
係
構
築
に
動
く
可
能
性
を
考
え
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
が
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
の
進
展
に
よ
り
、
ソ
連
の
対
日
参
戦
の
時
期
が
近
づ
き
つ
つ
あ
る
と
見
ら
れ
た
一
九
四
四
年
十
一
月
、
蔣
介
石
の
義

兄
に
当
た
る
孔
祥
熙
に
対
し
て
、
ソ
連
は
中
国
共
産
党
を
支
持
し
て
い
な
い
、
い
ま
こ
そ
共
産
党
と
協
定
を
結
ぶ
べ
き
と
き
だ
と
説
き
、

中
国
の
政
治
的
分
裂
状
態
の
解
消
を
急
が
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
そ
の
三
か
月
後
に
は
ヤ
ル
タ
に
お
い
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
中
華
民
国

国
民
政
府
（
以
下
、
国
府
と
略
）
と
の
友
好
同
盟
条
約
の
締
結
を
約
束
さ
せ
る
こ
と
で
、
ソ
連
が
中
国
共
産
党
支
援
へ
と
動
く
こ
と
を

防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

ソ
連
の
国
府
支
持
は
中
国
共
産
党
の
立
場
を
弱
め
、
そ
の
こ
ろ
ハ
ー
レ
ー
（Patrick J. H

urley

）
駐
華
大
使
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て

い
た
国
共
調
停
工
作
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
ヤ
ル
タ
協
定
は
間
接
的
と
は
い
え
、
蔣
介
石
率
い
る
国

府
を
中
心
に
、
中
国
の
国
家
統
一
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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実
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
四
二
年
五
月
に
ワ
シ
ン
ト
ン
を
訪
れ
た
モ
ロ
ト
フ
（V

yacheslav M
. M

olotov

）
ソ
連
外
相
と

の
会
談
で
、
中
国
の
国
家
統
一
を
大
国
化
の
た
め
の
条
件
と
述
べ
て
い
た
。
た
し
か
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ

る
の
を
待
と
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
中
国
の
潜
在
力
に
対
す
る
高
い
評
価
と
有
色
人
種
と
の
関
係
を
重
視
す
る
見
方
が
あ
っ
た
の
に
加

え
、
中
国
の
戦
線
離
脱
を
防
ぐ
に
は
中
国
を
大
国
と
位
置
づ
け
る
の
が
得
策
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
中
国
の
国

家
統
一
が
形
式
的
に
は
と
も
か
く
、
実
質
的
な
大
国
化
の
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、

中
国
の
国
家
統
一
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
ヤ
ル
タ
協
定
は
中
国
大
国
化
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
国
が
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
位
置
づ
け
だ
っ
た
と
い
う
先
に
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
米
中
が
ア
ジ
ア

管
理
に
当
た
る
べ
き
だ
と
す
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
覇
権
に
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
東
ア
ジ
ア
に
多
く
の
軍
事
基
地
を
設
置
す
る
計
画
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
、
戦
後
基
地
計
画
に
関
す
る
研

究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
戦
後
ア
ジ
ア
を
強
力
な
ア
メ
リ
カ
の
管
理
下
に
置
く
意
思
が
実
際
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
単
な
る
野
心
か
ら
ア
ジ
ア
覇
権
を
目
指
し
た
と
見
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
適
当
で
は
な
い
。
当
時
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
で
は
戦
争
で
秩
序
が
崩
壊
す
る
一
方
、
西
半
球
で
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
が
推
進
し
た
善
隣
外
交
（Good 

N
eighbor Policy

）
の
も
と
、
自
由
貿
易
体
制
や
共
同
防
衛
体
制
が
作
ら
れ
る
な
ど
、
秩
序
構
築
が
進
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
腹
心
ウ
ェ
ー
ル
ズ
（Sum

ner W
elles

）
国
務
次
官
は
、
一
九
四
三
年
二
月
の
演
説
で
、「
異
な
る
人
種
、

異
な
る
言
語
、
異
な
る
起
源
を
持
つ
南
北
ア
メ
リ
カ
の
二
二
の
独
立
し
た
民
主
主
義
国
で
も
、
平
和
的
で
人
道
的
な
関
係
、
そ
し
て
利

益
の
多
い
経
済
的
協
力
関
係
の
構
築
に
向
け
こ
れ
だ
け
の
進
歩
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
形
態
の
関
係
を
世
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界
の
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
は
、
ま
さ
に
西

半
球
で
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
見
ら
れ
た
「
高
度
な
国
際
関
係
の
シ
ス
テ
ム
」
を
ア
ジ
ア
に
導
入
し
た
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
主
題
と
す
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植
民
地
外
交
は
、
日
本
の
帝
国
主
義
は
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

帝
国
主
義
も
否
定
す
る
こ
と
で
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
信
託
統
治
制
度
の
適
用
対
象
を
、
か
つ
て
の
委
任
統
治
制
度
の
よ
う
に
敗
戦
国

の
植
民
地
や
領
土
に
限
定
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
ヤ
ル
タ
で
は
信
託
統
治
制
度
に
関
す
る
議
論
も
行
わ
れ
、
同
制
度
を
次
の
三
つ
の

地
域
に
適
用
す
る
と
い
う
合
意
が
米
英
ソ
の
間
で
成
立
し
た
。

・ 「
現
存
す
る
国
際
連
盟
の
委
任
統
治
領
」

・ 「
現
在
の
戦
争
の
結
果
、
敵
国
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
地
域
」

・ 「
自
発
的
に
信
託
統
治
の
も
と
に
置
か
れ
る
そ
の
他
の
地
域
」

　

こ
の
合
意
に
つ
い
て
、
連
合
国
の
植
民
地
を
実
質
上
、
信
託
統
治
の
適
用
対
象
か
ら
外
す
も
の
だ
っ
た
と
見
る
見
方
が
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
イ
ン
ド
シ
ナ
で
の
信
託
統
治
を
あ
き
ら
め
、
フ
ラ
ン
ス
帝
国
の
復
帰
を
認
め
た
。
そ
の
決
断
の
背
景

に
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
蔣
介
石
に
対
し
て
募
ら
せ
て
い
っ
た
失
望
や
不
満
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
見
方
が
、
ヤ
ル
タ
協
定
を
中
国
大
国
化
構
想
の
放
棄
の
結
果
と
見
る
見
方
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

だ
が
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
ヤ
ル
タ
協
定
は
中
国
大
国
化
構
想
の
放
棄
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
結

果
だ
っ
た
。

（
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ヤ
ル
タ
会
談
の
翌
月
、
イ
ン
ド
シ
ナ
の
管
轄
権
に
つ
い
て
再
考
す
べ
き
だ
と
い
う
提
案
を
チ
ャ
ー
チ
ル
か
ら
受
け
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
は
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
ず
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
蔣
介
石
の
管
轄
地
域
に
と
ど
め
る
意
向
を
明
確
に
し
て
い
る
。
し
か
も

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
ヤ
ル
タ
会
談
中
も
、
ま
た
そ
の
後
も
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
復
帰
を
否
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
に
関
す
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
言
動
を
踏
ま
え
、
あ
る
歴
史
家
は
イ
ン
ド
シ
ナ
が
「
敵
国
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
地

域
」、
す
な
わ
ち
敵
国
の
支
配
す
る
地
域
と
し
て
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
は
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　

ヤ
ル
タ
会
談
当
時
、
イ
ン
ド
シ
ナ
に
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
の
現
地
政
府
が
存
在
し
た
。
だ
が
そ
の
地
域
が
、
日
本
の
進
駐
軍
の
絶
大
な

影
響
力
の
も
と
に
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
三
月
の
ウ
ォ
ー
レ
ス
（H

enry A
. W

allace

）
副
大
統
領
の
日
記
に
よ
れ

ば
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
チ
ャ
ー
チ
ル
に
、「
ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
る
半
年
前
、
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す

る
権
利
を
日
本
に
放
棄
し
た
」
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
も
ヤ
ル
タ
会
談
の
翌
月
、
日
本
軍
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
現
地
政
府
は
解
体
さ
せ
ら
れ
、
イ
ン
ド
シ
ナ
は
連
合
国
側
か
ら
見
れ

ば
ま
さ
に
敵
国
の
支
配
す
る
地
域
と
な
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
戦
後
ま
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
た
な
ら
ば
、
ヤ
ル
タ
で
の
合
意
に
従

い
、
そ
の
地
域
を
中
国
と
と
も
に
信
託
統
治
の
も
と
に
置
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
も
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
は
、
た
と
え
米
中
が
イ
ン
ド
シ
ナ
解
放
の
主
体
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
帝
国
支

配
を
許
す
意
向
は
な
か
っ
た
。
三
月
に
行
わ
れ
た
タ
ウ
シ
グ
と
の
会
話
の
記
録
に
あ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ン
ド
シ
ナ
復
帰
は

「
独
立
が
最
終
的
な
目
標
と
い
う
条
件
付
き
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
シ
ナ
は
あ
く
ま
で
も
信
託
統
治
の
も
と
に
置
か
れ
る
べ

き
と
い
う
の
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
考
え
だ
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
自
発
的
に
信
託
統
治
の
も
と
に
置
か
れ
る
そ
の
他
の
地
域
」
と
い
う
ヤ
ル
タ
で
の
合
意
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
同
意
を
得
な
が
ら
、
連
合
国
の
植
民
地
を
信
託
統
治
の
適
用
対
象
に
含
め
よ
う
と
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
外
交
の
成
果
と
し
て
見

（
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る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
合
意
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
フ
ラ
ン
ス
が
イ
ン
ド
シ
ナ
に
復
帰
し
た
と
し
て
も
、「
自
発
的
に
」
信
託
統
治
の

た
め
提
供
す
る
よ
う
パ
リ
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ヤ
ル
タ
で
の
合
意
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
イ
ン
ド
シ
ナ
に
対
す
る
信
託
統
治
を
断
念
し
た
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
合
意
に
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
信
託
統
治
下
に
置
く
た
め
の
仕
掛
け
が
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

結
論

　

以
上
本
稿
で
は
、
マ
ネ
ラ
研
究
を
手
が
か
り
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
と
の
比
較
の
視
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
の
試
み
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
の
内
容
に
、
マ
ネ
ラ
研
究
に
対
し
て
付
け
加
え
る
も
の
が

あ
る
と
す
れ
ば
次
の
三
点
と
な
ろ
う
。

　

一
つ
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
に
取
り
組
み
始
め
る
の
は
参
戦
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
対
日

戦
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
点
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
と
は
異
な
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
日
本
が
敵
国
と
な
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
有
色
人
種
の
支
持
、
協
力
を
得
る
必
要
性
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に

は
強
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
対
日
戦
を
通
し
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
白
人
支
配
の
も
ろ
さ
が
露
呈
す
る
中
、
有
色
人
種

に
対
す
る
脅
威
認
識
す
ら
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
戦
後
の
安
定
を
図
る
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
っ
て
、
民
族
自
決
理

念
の
普
遍
化
を
目
指
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
大
国
化
構
想
が
反
植
民
地
外
交
の
手
段
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で

あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
大
国
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
日
本
と
の
関
係
を
重
視
し
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中
国
を
重
視
し

た
。
そ
の
背
景
に
、
最
大
の
有
色
人
種
国
家
・
中
国
を
「
大
国
ク
ラ
ブ
」
に
加
え
る
こ
と
で
、
戦
後
秩
序
の
「
地
理
的
、
人
種
的
包
括

（
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性
」
を
示
す
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
マ
ネ
ラ
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
中

国
が
ア
メ
リ
カ
の
支
援
の
も
と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
追
い
出
し
、
そ
の
地
域
に
信
託
統
治
を
敷
く
役
割
を
担
う
こ
と
も
期

待
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
期
待
か
ら
、
蔣
介
石
が
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
を
務
め
る
中
国
戦
区
の
中
に
イ
ン
ド
シ
ナ
が
含
め
ら
れ
た
と

い
う
の
は
本
文
中
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
地
政
学
的
に
重
要
な
位
置
に
あ
る
イ
ン
ド
シ
ナ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
帝
国
崩
壊
の
イ
ン
パ

ク
ト
は
、
東
南
ア
ジ
ア
全
体
に
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
中
国
は
民
族
自
決
理
念
を
実
際
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

列
強
の
植
民
地
へ
と
及
ぼ
し
、
そ
の
普
遍
化
を
図
る
う
え
で
、
重
要
な
国
家
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

三
つ
目
は
、
一
九
四
五
年
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
に
関
す
る
分
析
を
行
っ
た
点
で
あ
る
。
ヤ
ル
タ
会
談
で
は
、
中
国
主
権
に
か
か
わ
る

密
約
と
信
託
統
治
の
適
用
地
域
に
関
す
る
合
意
が
交
わ
さ
れ
た
。
ど
ち
ら
も
、
中
国
を
大
国
化
し
、
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
を
図
る

と
い
う
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
と
は
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
本
稿
で
は
中
国
が
「
四
番
目
の

警
察
官
」、
す
な
わ
ち
パ
ー
ト
ナ
ー
は
パ
ー
ト
ナ
ー
で
も
ジ
ュ
ニ
ア
・
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
た
と
い
う
マ
ネ
ラ
の
指
摘
を
一
つ
の
手
が

か
り
に
、
ヤ
ル
タ
密
約
が
中
国
大
国
化
構
想
の
放
棄
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
と
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
イ
ン
ド
シ
ナ
を
最
後
ま
で
蔣
介
石
の
管
轄
下
に
と
ど
め
た
こ
と
な
ど
を
踏

ま
え
、
信
託
統
治
に
関
す
る
ヤ
ル
タ
で
の
合
意
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
地
域
を
信
託
統
治
の
も
と
に
置
こ
う
と
し
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
外

交
の
成
果
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　

ヤ
ル
タ
会
談
で
は
、
四
月
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
お
い
て
国
連
を
設
立
す
る
た
め
の
連
合
国
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ

て
い
た
。
二
か
月
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
そ
の
会
議
で
国
連
憲
章
が
採
択
さ
れ
る
。
そ
の
憲
章
の
も
と
、
中
国
は
安
全
保
障
理
事
会
の

常
任
理
事
国
と
い
う
地
位
を
獲
得
し
、
正
式
に
「
大
国
ク
ラ
ブ
」
入
り
を
果
た
し
た
。
ま
た
、
憲
章
に
は
信
託
統
治
に
関
す
る
ヤ
ル
タ

で
の
合
意
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
盛
り
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
第
一
条
で
は
「
人
民
の
自
決
の
原
則
（principle of self-de-
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term
ination of peoples

）」
が
謳
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
人
民
の
同
権
及
び
自
決
の
原
則
の
尊
重
に
基
礎
を
置
く
諸
国
間
の
友
好
関

係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
が
国
連
の
目
的
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
国
連
憲
章
に
自
決
の
原
則
を
盛
り
込
む
よ
う
提
案
し
た
の
は
ソ
連
で
あ
る
。
す
で
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
が
開
か

れ
た
こ
ろ
に
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
（H

arry S. T
rum

an

）
政
権
の
も
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
植
民
地
に
反
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢

は
弱
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
は
ソ
連
の
提
案
に
応
じ
た
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
戦
時
中
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
が
ア
メ
リ
カ
を
代
表
し
て
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化
を
推
し
進
め
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
自
決
の
原
則
が
国
連
憲
章
に

盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
業
績
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
名
前
を
挙
げ
る
の
で
あ

れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
で
は
な
く
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
民
族
自
決
理
念
に
は
適
用
対
象
と
い
う
点

で
大
き
な
限
界
が
あ
り
、
そ
の
限
界
を
克
服
し
よ
う
と
努
め
た
の
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
地
域
に
お
い
て
は
信
託
統
治
を
想
定
し
て
い
た
と
い
う
点
で
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
民
族
自
決
理
念
に

も
限
界
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
開
始
当
初
か
ら
民
族
自
決
理
念
の
普
遍
化

に
熱
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
そ
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
た
の
は
一
九
四
一
年
十
二
月
に
始
ま
る
対
日
戦
だ
っ

た
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
日
本
の
真
珠
湾
攻
撃
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
ア
ジ
ア
か
ら
追
い
出
す
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
た
目
標

を
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
作
り
出
し
た
と
言
え
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
日
米
は
互
い
に
戦
火
を
交
わ
し
な
が
ら
、
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
戦
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

F. D
. Roosevelt, 

“We A
re Going to W

in the W
ar and W

e A
re Going to W

in the Peace T
hat Follow

s,

” Fireside Chat, 
D

ecem
ber 9, 1941, Sam

uel I. Rosenm
an, com

p., T
he Call to Battle Stations, 1941, V

ol. 10 of T
he Public Papers and A

d-
（
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（
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）

（
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dresses of Franklin D
. R

oosevelt （Russell and Russell, 1950), p. 530.
Erez M

anela, 

“The Fourth Policem
an: Franklin Rooseveltʼs V

ision for Chinaʼs Global Role,

”吳
思
華
・
呂
芳
上
・
林
永
樂
主

編
『
開
羅
宣
言
的
意
義
與
影
響
』（
政
大
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
研
究
で
知
ら
れ
る
キ
ン
ボ
ー
ル
は
ポ
ロ
ッ
ク
と
の
共
著
論
文
の
中
で
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
反
植
民
地
主
義
は
一
九
一
八
年
一
月
発
表
の
「
一
四
か
条
で
示
さ
れ
た
自
決
の
理
念
に
基
づ
く
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
点
に

お
い
て
「
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
」
だ
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
（Fred E. Pollock and W

arren F. 
K

im
ball, 

“ ̒In Search of M
onsters to D

estroyʼ: Roosevelt and Colonialism
,

” in W
arren F. K

im
ball, T

he Juggler: Franklin 
R

oosevelt as W
artim

e Statesm
an, Princeton U

niversity Press, 1991, p. 128

）。

最
近
の
研
究
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
支
持
し
て
い
た
の
は
民
族
性
に
基
づ
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（ethnic nationalism

）
と
い
う
よ
り
、

共
通
の
目
的
や
経
験
の
中
で
育
ま
れ
る
市
民
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（civic nationalism

）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
東
に
対
す
る
モ
デ
ル
と
捉
え
て
い
た
国
家
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
一
四
か
条
の
第
一
〇
条
と

第
一
二
条
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
し
て
連
邦
主
義
の
導
入
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
議
論
を
行
う
代

表
的
な
研
究
と
し
て
は
、T

rygve T
hrontveit, Pow

er w
ithout V

ictory: W
oodrow

 W
ilson and the A

m
erican Internationalist E

x-
perim

ent （U
niversity of Chicago Press, 2017

）
が
あ
る
。

Special Representative 

（H
ouse) to the Secretary of State, O

ctober 29, 1918, Foreign R
elations of the U

nited States: 
1918, Supplem

ent 1 

（GPO
, 1933), p. 407

（
以
下
、Foreign R

elations of the U
nited States

はFR
U

S

と
記
す
）; A

rthur S. Link, 
ed., T

he Papers of W
oodrow

 W
ilson, V

ol. 51 （Princeton U
niversity Press, 1985), p. 511.

ソ
同
盟
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス=

エ
ン
ゲ
ル
ス=
レ
ー
ニ
ン
研
究
所
編
／
マ
ル
ク
ス=

レ
ー
ニ
ン
主
義
研
究
所
訳
『
レ
ー
ニ

ン
全
集
』
第
二
六
巻
（
大
月
書
店
、
一
九
五
八
年
）
二
四
九
─
二
五
〇
頁
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
一
九
一
七
年
一
月
二
十
二
日
に
議
会
で
行
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
勝
利
な
き
平
和
」（Peace w

ithout V
ictory

）
演
説
の
中

の
一
節
。

Erez M
anela, W

ilsonian M
om

ent: Self-determ
ination and the International O

rigins of A
nticolonial N

ationalism
 

（O
x-

ford U
niversity Press, 2007), p. 5.

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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こ
の
点
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
重
視
し
て
い
た
の
が
連
盟
規
約
の
第
一
一
条
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

「
戰
爭
又
ハ
戰
爭
ノ
脅
威
ハ
聯
盟
國
ノ
何
レ
カ
ニ
直
接
ノ
影
響
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
總
テ
聯
盟
全
體
ノ
利
害
關
係
事
項
タ
ル
コ
ト
ヲ
茲
ニ
聲

明
ス
仍
テ
聯
盟
ハ
國
際
ノ
平
和
ヲ
擁
護
ス
ル
爲
適
當
且
有
效
ト
認
ム
ル
措
置
ヲ
執
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
此
ノ
種
ノ
事
變
發
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
務
總

長
ハ
何
レ
カ
ノ
聯
盟
國
ノ
請
求
ニ
基
キ
直
ニ
聯
盟
理
事
會
ノ
會
議
ヲ
招
集
ス
ヘ
シ

國
際
關
係
ニ
影
響
ス
ル
一
切
ノ
事
態
ニ
シ
テ
國
際
ノ
平
和
又
ハ
其
ノ
基
礎
タ
ル
各
國
間
ノ
良
好
ナ
ル
了
解
ヲ
攪
亂
セ
ム
ト
ス
ル
虞
ア
ル
モ
ノ
ニ

付
聯
盟
總
會
又
ハ
聯
盟
理
事
會
ノ
注
意
ヲ
喚
起
ス
ル
ハ
聯
盟
各
國
ノ
友
誼
的
權
利
ナ
ル
コ
ト
ヲ
併
セ
テ
茲
ニ
聲
明
ス
」

一
九
四
一
年
九
月
十
一
日
の
演
説
。〈http://hansard.m

illbanksystem
s.com

/com
m

ons/1941/sep/09/w
ar-situation

〉, accessed 
Septem

ber 9, 2019.

大
西
洋
会
談
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
国
務
次
官
の
言
葉
（M

em
orandum

 by Churchill, A
ugust 20, 1941, CA

B 66/18, W
P 

（41) 
202, N

ational A
rchives, K

ew
, London

）。

フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
は
す
で
に
一
九
三
三
年
一
月
（
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
大
統
領
に
就
任
す
る
二
か
月
前
）
に
成
立
し
て
い
た
。
同
法
は
、

無
関
税
特
恵
の
も
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
農
産
物
の
ア
メ
リ
カ
本
国
へ
の
輸
出
が
伸
び
る
中
、
一
つ
の
恐
慌
対
策
と
し
て
議
会
主
導
で
制
定
さ
れ
た
も
の

だ
っ
た
。
フ
ー
バ
ー
（H

erbert C. H
oover

）
大
統
領
は
一
〇
年
と
い
う
移
行
期
間
は
短
す
ぎ
る
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
そ
れ
に
拒
否
権
を
行

使
し
た
も
の
の
、
議
会
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
議
会
が
一
九
三
三
年
独
立
法
の
貿
易
条
項
や
基
地
条
項
に
反
発
し
、
そ

の
受
諾
を
拒
ん
だ
た
め
に
、
改
め
て
一
九
三
四
年
独
立
法
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
独
立
法
を
策
定
す
る
際
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は

独
立
後
の
陸
軍
基
地
の
放
棄
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
法
律
の
「
不
完
全
で
不
平
等
な
点
」
に
つ
い
て
は
「
公
正
な
修
正
」
を

行
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
以
上
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
は
中
野
聡
『
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
問
題
史
─
─
独
立
法
問
題
を
め
ぐ

る
米
比
関
係
史
の
研
究
（
一
九
二
九
─
四
六
年
）』（
龍
溪
書
舎
、
一
九
九
七
年
）
第
二
章
を
参
照
。

Eleanor Roosevelt, T
his I R

em
em

ber 

（H
arper &

 Brothers, 1949), A
ppendix I 

“A Plan to Preserve W
orld Peace,

” pp. 
353–366.

Robert Sherw
ood, R

oosevelt and H
opkins: A

n Intim
ate H

istory （H
arper, 1948), pp. 452–453.

F. D
. Roosevelt, 

“We M
ust K

eep on Striking out Enem
ies W

herever and W
henever W

e Can M
eet T

hem
,

” Fireside 
Chat, February 23, 1942, in Rosenm

an, com
p., H

um
anity on the D

efensive, 1942, V
ol. 11 of T

he Public Papers and A
d-

（
9
）

（
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）
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）
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dresses of Franklin D
. R

oosevelt 

（Russell and Russell, 1950), p. 115.

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
同
様
の
こ
と
を
一
九
四
二
年
一
月
二
日
の

記
者
会
見
で
も
述
べ
て
い
る
（Press Conferences of President Franklin D

. Roosevelt, Series 1, Franklin D
. Roosevelt Papers, 

Franklin D
. Roosevelt Library, H

yde Park, N
Y

）。

M
anela, 

“The Fourth Policem
an,

” p. 226.
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ソ
ー
ン
／
市
川
洋
一
訳
『
米
英
に
と
っ
て
の
太
平
洋
戦
争
』
上
巻
（
草
思
社
、
一
九
九
五
年
）

第
七
章
を
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
谷
賢
「
イ
ギ
リ
ス
情
報
部
の
対
日
イ
メ
ー
ジ　

一
九
三
七
─
一
九
四
一
─
─
情
報
分
析
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
」

『
国
際
政
治
』
第
一
二
九
号
（
二
〇
〇
二
年
二
月
）
を
参
照
。

W
alter Lippm

ann, 
“The Post-Singapore W

ar in the East,

” February 21, 1942, T
he W

ashington Post.
Sherw

ood, R
oosevelt and H

opkins, p. 578.

エ
ド
ガ
ー
・
ス
ノ
ー
／
松
岡
洋
子
訳
『
目
ざ
め
へ
の
旅
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
三
年
）
二
四
四
頁
。
一
九
四
五
年
三
月
、
タ
ウ
シ
グ
か
ら

イ
ン
ド
シ
ナ
を
フ
ラ
ン
ス
の
自
治
領
と
す
る
案
の
是
非
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
意
向
を
明
確
に
示
し
て
い

る
（M

em
orandum

 of Conversation, M
arch 15, 1945, FR

U
S: 1945, V

ol. 1, GPO
, 1967, p. 124

）。

Ibid.

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
同
様
の
発
言
を
、
彼
に
そ
ば
近
く
で
仕
え
た
サ
ッ
ク
リ
ー
の
日
記
（
一
九
四
四
年
六
月
二
八
日
）
の
中
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
（Geoffrey C. W

ard, ed., Closest Com
panion: T

he U
nknow

n Story and the Intim
ate Friendship betw

een 
Franklin R

oosevelt and M
argaret Suckley, Sim

on and Schuster, 2009, p. 314

）。

イ
ン
ド
を
例
外
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
マ
ネ
ラ
は
次
の
よ
う
な
考
え
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。「
戦
後
す
ぐ
に

す
べ
て
の
植
民
地
支
配
下
に
あ
る
民
族
が
完
全
な
主
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
国
際
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
諸
民
族
の
中
で
一
番
大
き
く
、
最
も
発
展
し
た
民
族
」
に
対
し
て
は
完
全
な
主
権
を
認
め
、
そ
れ
を
国
際
社
会
の
中
に
統
合
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
（M

anela, 

“The Fourth Policem
an,

” p 227, p. 231

）。

F. D
. Roosevelt, Radio A

ddress on the Seventh A
nniversary of the Philippines Com

m
onw

ealth Governm
ent, N

ovem
-

ber 15, 1942, in Rosenm
an, com

p. T
he Public Papers and A

ddresses of Franklin D
. R

oosevelt, 1942, p. 474; M
em

orandum
 

of Conversation, June 1, 1942, FR
U

S: 1942, V
ol. 3 

（GPO
, 1961), p. 581.

ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
経
験
を
植
民
地
問
題
解
決
の
モ
デ

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）
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ル
と
し
て
捉
え
る
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、Gary R. H

ess, T
he U

nited Statesʼ E
m

ergence as a Southeast A
sian 

Pow
er, 1940–1950 （Colum

bia U
niversity Press, 1987), chap. 7 

を
参
照
。

防
衛
庁
防
衛
研
修
所
戦
史
室
『
戦
史
叢
書
』
第
二
巻
「
比
島
攻
略
作
戦
」（
朝
雲
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）
五
六
一
頁
。

Elliott Roosevelt, A
s H

e Saw
 It 

（Greenw
ood Press, 1946), p 72.

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
同
様
の
こ
と
を
、
ヤ
ル
タ
会
談
か
ら
帰
る

途
中
、
船
上
で
行
っ
た
記
者
会
見
の
中
で
も
述
べ
て
い
る
（Press Conference, February 23, 1945, Press Conferences of Roosevelt, 

Series 1, Roosevelt Papers, Roosevelt Library

）。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
対
日
外
交
に
つ
い
て
は
、
高
原
秀
介
『
ウ
ィ
ル
ソ
ン
外
交
と
日
本
─
─
理
想
と
現
実
の
間　

一
九
一
三
─
一
九
二
一
』（
創

文
社
、
二
〇
〇
六
年
）
やN

oriko K
aw

am
ura, T

urbulence in the Pacific: Japanese – U
. S. R

elations during W
orld W

ar I 

（Praeger, 2000)

を
参
照
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
中
国
を
重
視
し
た
理
由
と
し
て
先
行
研
究
で
は
、
対
中
貿
易
で
巨
富
を
築
い
た
祖
父
と
の
関
係
で
幼
少
期
か
ら
育
ま
れ

た
親
中
感
情
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
中
国
重
視
論
を
規
定
し

た
要
因
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
淡
い
感
情
よ
り
中
国
に
対
す
る
脅
威
認
識
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
ろ
う
。

T
hom

as M
. Cam

pbell and George C. H
erring, eds., T

he D
iaries of E

dw
ard R

. Stettinius, Jr., 1943-1946 

（N
ew

 V
iew

-
points, 1975), p. 210.

M
em

orandum
 of Conversation, M

arch 15, 1945, FR
U

S: 1945, V
ol. 1, p. 124.

Roosevelt – Stalin M
eeting, N

ovem
ber 29, 1943, FR

U
S: T

he Conferences at Cairo and T
ehran, 1943 

（GPO
, 1961), p. 

532;

五
百
旗
頭
真
『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
─
─
戦
後
日
本
の
設
計
図
』
上
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年
）
一
五
一
頁
。

M
anela, 

“The Fourth Policem
an,

” pp. 231-232.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、W

alter LaFeber, 

“Roosevelt, Churchill, and Indochina: 1942-45,

” The A
m

erican H
istorical R

eview
, 

V
ol. 80, N

o. 5 （D
ecem

ber 1975), p. 1282

を
参
照
。

こ
の
点
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
構
想
は
大
国
の
団
結
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
大
国
の
地
域
的
役
割
に
重
き
を
置
く
も
の
だ

っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
イ
ギ
リ
ス
と
ソ
連
、
西
半
球
は
ア
メ
リ
カ
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（T

he 
Presidentʼs conversation at luncheon w

ith G. G. T
. and S. I. R., N

ovem
ber 13, 1942, Folder: U

nited N
ations, 1942–January 
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1945, Box: 168, Presidentʼs Secretaryʼs File, Roosevelt Papers, Roosevelt Library; W
illiam

 D
. H

assett, O
ff the R

ecord w
ith 

F. D
. R

., 1942-1945, Greenw
ood Press, 1980, p. 166

）。

M
anela, 

“The Fourth Policem
an,

” p. 214.

代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
五
百
旗
頭
『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
』
が
あ
る
。

中
国
の
参
加
問
題
は
カ
イ
ロ
会
談
の
際
に
連
合
参
謀
本
部
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
も
の
の
、
結
局
正
式
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
中
国
を
加
え
ず
、

首
脳
会
談
が
開
か
れ
る
と
き
に
必
要
に
応
じ
て
中
国
の
参
加
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（CCS426/1 

“Report of the Com
bined Chiefs of 

Staff to Roosevelt and Churchill,

” Decem
ber 6, 1943, FR

U
S: Conferences at Cairo and T

ehran, p. 815

）。

T
elegram

 from
 H

arrim
an to Roosevelt, D

ecem
ber 15, 1944, FR

U
S: T

he Conferences at M
alta and Y

alta 

（GPO
, 1955), 

pp. 378-379.
Sum

ner W
elles, Seven D

ecisions T
hat Shaped H

istory 

（H
arper and Brothers, 1951), p. 153; Roosevelt – Churchill – 

Stalin Luncheon M
eeting, N

ovem
ber 30, 1943, FR

U
S: T

he Conferences at Cairo and T
ehran, p. 567; T

heodore H
. W

hite, 
ed., T

he Stilw
ell Papers 

（Schocken, 1972), p. 252; M
em

orandum
 by H

arrim
an, July 18, 1945, FR

U
S: 1945, V

ol. 7 

（GPO
, 

1969), p. 946.
Senate Joint Com

m
ittee on A

rm
ed Services and Foreign Relations, M

ilitary Situation in the Far E
ast: H

earings, 81st 
Cong., 1st sess., 1951 （GPO

, 1951), p. 3332.
A

verell H
arrim

an and Elie A
bel, Special E

nvoy to Churchill and Stalin, 1941-1946 

（Random
 H

ouse, 1975), p. 370;

五

百
旗
頭
『
米
国
の
日
本
占
領
政
策
』
下
巻
、
七
四
頁
。

O
dd A

rne W
estad, Cold W

ar and R
evolution: Soviet – A

m
erican R

ivalry and the O
rigins of the Chinese Civil W

ar 

（Colum
bia U

niversity Press, 1993), p. 20.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Robert D

allek, Franklin D
. R

oosevelt and A
m

erican Foreign Policy, 1932–1945 

（O
xford U

niver-
sity Press, 1995), chap. 16 

やM
ichael Schaller, T

he U
. S. Crusade in China, 1938–1945 

（Colum
bia U

niversity Press, 1979), 
chap. 10 

を
参
照
。

M
em

orandum
 of Conference, M

ay 29, 1942, FR
U

S: 1942, V
ol. 3, p. 568.
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川
名
晋
史
『
基
地
の
政
治
学
─
─
戦
後
米
国
の
海
外
基
地
拡
大
政
策
の
起
源
』（
白
桃
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
第
二
章
、Elliott V

. Con-
verse III, Circling the E

arth: U
nited States Plans for a Postw

ar O
verseas M

ilitary Base System
, 1942–1948 

（A
ir U

niversi-
ty Press, 2005), chap. 1.

こ
の
基
地
構
想
と
の
関
係
か
ら
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
考
え
る
信
託
統
治
制
度
の
も
と
で
は
、
委
任
統
治
地
域
に
お

い
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
「
築
城
又
ハ
陸
海
軍
根
據
地
ノ
建
設
」（
連
盟
規
約
第
二
二
条
）
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

Sum
ner W

elles, 

“The V
ictory of Peace: Form

ulate a U
nited N

ations Peace Plan N
ow

,

” University of T
oronto, Febru-

ary 26, 1943, V
ital Speeches of the D

ay, V
ol. 9, 1943, p. 339.

Ibid.

代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、LaFeber, 

“Roosevelt, Churchill, and Indochina: 1942–45

”が
あ
る
。

From
 Churchill to Roosevelt, M

arch 17, 1945, Folder: Churchill to FD
R, February – A

pril 1945, Box: 7, M
ap Room

 Pa-
pers, Roosevelt Papers, Roosevelt Library; From

 Roosevelt to Churchill, M
arch 22, 1945, Folder: FD

R to Churchill, Febru-
ary – A

pril 1945, ibid.
Roosevelt – Stalin M

eeting, February 8, 1945, FR
U

S: T
he Conferences at M

alta and Y
alta, p. 770; Press Conference, 

February 23, 1945, Press Conferences of President Roosevelt, Series 1, Roosevelt Papers, Roosevelt Library.

ヤ
ル
タ
会
談
後
も
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
イ
ン
ド
シ
ナ
へ
の
フ
ラ
ン
ス
復
帰
に
反
対
し
続
け
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
不
安
は
続
い
た
。
一
九
四
五

年
三
月
（
ヤ
ル
タ
会
談
の
翌
月
）、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
次
の
よ
う
な
説
明
文
書
を
チ
ャ
ー
チ
ル
に
送
っ
て
い
る
。

「
日
本
敗
北
後
の
極
東
に
最
も
欠
如
し
そ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
は
安
定
で
あ
る
。
そ
し
て
法
と
秩
序
を
守
る
こ
と
の
で
き
る
極
東
の
安
定
勢
力

を
支
援
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
た
め
で
も
あ
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
安
定
勢
力
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
か
わ
る
満
足
す
べ
き
も

の
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
そ
れ
に
対
し
て
徹
底
的
に
反
対
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
の

態
度
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。」（
ソ
ー
ン
『
米
英
に
と
っ
て
の
太
平
洋
戦
争
』
下
巻
、
三
四
五
頁
）

Stein T
ønnesson, T

he V
ietnam

ese R
evolution of 1945: R

oosevelt, H
o Chi M

inh and de G
aulle in a W

orld at W
ar 

（Sage, 1991), pp. 210-215, pp. 256-265; T
ønnesson, 

“Franklin Roosevelt, T
rusteeship, and Indochina: A

 Reassessm
ent,

” in 
M

ark A
tw

ood Law
rence and Fredrik Logevall, eds., T

he First V
ietnam

 W
ar: Colonial Conflict and Cold W

ar Crisis （H
ar-

vard U
niversity Press, 2007).
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John M
orton Blum

, ed., T
he Price of V

ision: T
he D

iary of H
enry A

. W
allace, 1942–1946 

（H
oughton M

ifflin Com
pa-

ny, 1973), pp. 307-308.

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
時
代
と
同
様
、
グ
エ
ン
朝
（
阮
朝
）
は
存
続
し
た
。

M
em

orandum
 of Conversation, M

arch 15, 1945, FR
U

S: 1945, V
ol. 1, p. 124.

も
ち
ろ
ん
、
戦
争
が
終
わ
れ
ば
同
じ
よ
う
な
圧
力
が
ロ
ン
ド
ン
に
も
か
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス
が
気
づ
い
て

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ソ
ー
ン
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
内
に
は
ま
さ
に
そ
の
可
能
性
を
お
そ
れ
、「
自
由
意
思

に
も
と
づ
い
て
信
託
統
治
制
度
の
も
と
に
お
く
と
い
う
ヤ
ル
タ
協
定
の
条
項
」
は
拒
否
す
る
べ
き
だ
と
い
う
声
が
あ
っ
た
（
ソ
ー
ン
『
米
英
に
と

っ
て
の
太
平
洋
戦
争
』
下
巻
、
三
一
二
頁
）。

Ruth B. Russell, A
 H

istory of the U
nited N

ations Charter: T
he R

ole of the U
nited States, 1940–1945 

（T
he Brookings 

Institution, 1958), pp. 810–813.

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
国
連
憲
章
が
採
択
さ
れ
た
翌
月
、
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
は
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
お
い
て
イ
ン
ド
シ
ナ
管
轄
権
を
修
正

す
る
合
意
を
イ
ギ
リ
ス
と
結
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
シ
ナ
を
北
緯
一
六
度
線
で
南
北
二
つ
に
分
け
、
南
側
を
イ
ギ
リ
ス
人
貴
族
で
、
東
南
ア

ジ
ア
連
合
軍
の
最
高
司
令
官
を
務
め
て
い
た
マ
ウ
ン
ト
バ
ッ
テ
ン
（Louis M

ountbatten

）
の
管
轄
下
に
置
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（Re-

port of the Com
bined Chiefs of Staff to T

rum
an and Churchill, July 24, 1945, FR

U
S: T

he Conference of Berlin, V
ol. 2, 

GPO
, 1960, p. 1465

）。
八
月
、
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
け
入
れ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
が
イ
ギ
リ
ス
支
援
の
も
と
イ
ン
ド
シ
ナ
南
部
へ
と
入
っ

て
い
き
、
翌
年
に
は
中
国
内
の
利
権
の
放
棄
と
引
き
換
え
に
、
中
国
か
ら
イ
ン
ド
シ
ナ
北
部
に
対
す
る
管
轄
権
も
手
に
入
れ
た
。

社
会
学
者
で
政
治
家
で
も
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
・
モ
イ
ニ
ハ
ン
（D

aniel P. M
oynihan

）
は
、「
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
存
在
な
く
し
て
、
自
決
の

『
原
則
』
は
国
連
憲
章
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
ダ
ニ
エ
ル
・
モ
イ
ニ
ハ
ン
／
吉
川
元
訳
『
パ
ン
ダ
モ

ニ
ア
ム
─
国
際
政
治
の
な
か
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
』
三
嶺
書
房
、
一
九
九
六
年
、
九
五
頁
）。
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